
荘
園
制
の
二
冊
を
め
ぐ
っ
て

日
本
中
世
荘
園
史
研
究
の
一
側
面

佐

藤

泰

弘

荘園制の二冊をめぐって（佐藤）

は
　
じ
　
め
　
に

　
研
究
は
、
と
き
に
断
絶
し
な
が
ら
も
、
螺
旋
を
描
い
て
進
展
し
て
い
く
。

今
か
ら
二
〇
年
前
に
は
、
荘
園
制
の
研
究
が
再
び
注
目
を
集
め
る
こ
と
も
、

そ
れ
が
工
藤
敬
～
の
研
究
を
再
評
価
し
て
展
開
す
る
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
予

想
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
の
頃
、
網
野
善
彦
が
提
唱
し
た
荘
園
公
領
制
は
す
で
に
定
着
し
（
網
野

「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
『
体
系
軍
士
史
叢
書
6
土
地
制
度
史
工
曝

山
川
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）
、
荘
園
制
が
院
政
期
に
成
立
す
る
と
い
う
理

解
も
共
有
さ
れ
て
い
た
（
石
井
進
「
院
政
時
代
」
『
講
座
日
本
史
2
』
東
京

大
学
出
版
会
、
㎝
九
七
〇
年
）
。
そ
し
て
荘
園
制
の
成
立
は
荘
園
整
理
を
指

標
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
収
取
制
度
の
研
究
を
免
除
制

度
に
よ
っ
て
代
替
す
る
の
と
同
じ
発
想
で
あ
り
、
対
象
を
直
接
に
把
握
で
き

な
い
場
合
の
次
善
の
策
で
あ
る
。
荘
園
整
理
か
ら
荘
園
制
を
論
じ
る
こ
と
の

有
効
性
と
方
法
的
な
限
界
と
は
十
分
に
反
省
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
立
冬
と
い
う
荘
園
の
設
立
自
体
に
つ
い
て
も
中
田
薫
の
理
解
の
ま
ま
で
あ

っ
た
（
中
田
「
日
本
庄
園
の
系
統
」
『
法
制
史
論
集
㎏
二
、
岩
波
書
店
、
～

九
一
二
八
年
。
発
表
は
一
九
〇
山
同
年
）
。

　
そ
の
よ
う
な
時
、
工
藤
は
二
つ
の
点
で
再
発
見
さ
れ
た
。
工
藤
は
荘
園
の

成
立
や
荘
園
制
の
展
開
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
川
端
新
・
高
橋
一
樹
は
工
藤
の
第
二
論
集
『
荘
園
公
領
制
の
成
立
と
内

乱
駈
（
思
文
政
出
版
、
一
九
九
二
年
）
に
注
目
し
た
。
工
藤
の
第
一
論
集

『
九
州
庄
園
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
　
一
九
六
九
年
）
が
九
州
の
荘
園
研
究
を

基
礎
付
け
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
論
集
は
九
州
に
お
け

る
荘
園
の
動
向
を
幕
府
の
成
立
を
含
む
政
治
過
程
と
の
関
わ
り
で
論
じ
た
も

の
で
あ
り
、
政
治
史
を
見
渡
し
つ
つ
地
域
へ
の
目
配
り
も
確
か
で
あ
る
。
た

101 （491）



だ
し
工
藤
は
自
ら
の
研
究
を
都
か
ら
離
れ
た
九
州
の
研
究
と
し
て
位
置
付
け

て
お
り
、
九
州
の
王
家
領
荘
園
の
存
在
形
態
が
荘
園
の
一
般
的
特
質
と
し
て

展
開
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
多

く
の
研
究
者
の
評
価
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
川
端
新
は
院
政
期

の
政
治
過
程
と
立
荘
を
関
達
さ
せ
て
論
じ
る
な
か
で
（
「
院
政
初
期
の
立
荘

形
態
」
『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
』
、
註
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。
発
表
は

一
九
九
六
年
）
、
高
橋
一
樹
は
都
か
ら
離
れ
た
越
後
国
で
大
規
模
荘
園
の
立

荘
を
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
り
（
高
橋
「
中
世
荘
園
の
形
成
と
「
加
納
」
1

王
家
領
荘
園
を
中
心
に
　
　
」
『
日
本
史
研
究
』
四
五
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
、

そ
れ
ぞ
れ
工
藤
の
研
究
が
荘
園
制
の
一
般
論
と
な
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
特

に
荘
園
の
構
造
を
論
じ
る
高
橋
に
と
っ
て
は
重
要
な
先
行
研
究
と
な
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
ま
た
高
橋
典
幸
は
工
藤
「
荘
園
制
の
展
開
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
　
中

世
1
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
に
着
目
し
た
（
高
橋
「
鎌
倉
幕
府
軍

制
の
構
造
と
展
開
」
『
史
学
雑
誌
』
　
一
〇
五
1
　
、
へ
九
九
六
年
）
。
こ
の
論

文
で
工
藤
は
中
世
を
通
じ
て
荘
園
制
を
概
観
し
、
荘
園
公
領
制
が
窒
町
期
に

本
所
一
円
地
・
武
家
領
体
制
へ
と
変
化
す
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
た
。

こ
の
本
所
一
円
地
・
武
家
領
体
制
を
高
橋
は
幕
府
軍
制
の
展
開
と
い
う
観
点

か
ら
位
置
付
け
直
し
た
の
で
あ
る
。

　
工
藤
は
荘
園
公
領
制
か
ら
本
所
一
円
地
・
武
家
領
体
制
へ
と
い
う
論
を
厳

密
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
荘
園
制
の
通
史
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
工
藤
は
鎌
倉
期
と
室
町
期
の
荘
園
制
の
違
い
を
言
葉
に
で
き
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
村
井
康
彦
が
古
代
・
中
世
の
土
地
制
度
を
示
し

た
な
か
で
武
家
領
を
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
（
村
井

『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
。
二
一
四
頁
）
。

村
井
は
国
衙
領
が
武
家
領
つ
ま
り
守
護
領
へ
と
継
承
さ
れ
守
護
領
国
制
が
展

開
す
る
と
い
う
筋
道
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
村
井
の
指
摘
は
工
藤
の
構
想
と

異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
工
藤
の
代
表
的
な
仕
事
が
九
州
荘
園
で
あ
る
に
し
て
も
、
工
藤
に
は
九
州

に
限
る
こ
と
な
く
荘
園
制
・
領
主
二
等
を
論
じ
た
手
堅
い
仕
事
も
あ
る
。
概

括
的
に
言
う
な
ら
ば
、
戸
田
芳
実
・
大
山
喬
平
・
河
音
能
平
と
い
う
同
世
代

の
研
究
者
が
領
主
制
を
主
な
研
究
対
象
と
し
た
の
に
対
し
、
工
藤
は
荘
園
制

に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
「
荘
園
制
の
展
開
」
（
前
掲
）

や
「
荘
園
制
的
土
地
所
有
と
農
民
支
配
」
（
『
中
世
史
講
座
2
』
学
生
社
、
一

九
八
七
年
。
執
筆
は
一
九
八
一
年
目
と
い
う
講
座
論
文
、
近
年
で
は
「
日
本

前
近
代
の
土
地
表
示
」
（
『
日
本
中
世
・
近
世
に
お
け
る
生
産
力
表
示
の
系
統

的
把
握
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
撫
、
一
九
九
九
年
）
や
「
荘
園
鋼
社
会
の
基

本
構
造
」
（
罷
…
本
歴
史
科
学
研
究
会
会
報
撫
五
二
、
二
〇
〇
二
年
）
が
工
藤

の
本
領
で
あ
ろ
う
。
工
藤
が
荘
園
の
制
度
的
特
質
を
追
究
し
、
中
世
を
通
じ

た
荘
園
制
の
概
説
を
試
み
た
こ
と
は
（
そ
れ
が
講
座
の
依
頼
原
稿
で
あ
っ
た
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と
し
て
も
）
、
同
世
代
の
研
究
者
の
な
か
に
お
け
る
特
質
を
示
し
て
い
る
。

　
近
年
の
荘
園
研
究
の
盛
行
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
荘
園
制

の
成
立
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
お
け
る
変
容
、
そ
し
て
室
町
期
以
降

と
、
申
世
の
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
。
多
く
の
論
者
を
巻
き
込
ん
で
始
ま
っ

た
荘
園
研
究
が
、
ど
の
よ
う
に
実
を
結
ぶ
の
か
は
、
い
ま
だ
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
試
さ
れ
て
い
る
の
は
緻
密
な
実
証
だ
け
で
は
な
く
、
大
胆
な
構
想
力

だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
な
か
工
藤
敬
一
の
『
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造
』
（
校
倉
書

房
、
二
〇
〇
二
年
）
が
上
梓
さ
れ
た
。
こ
の
第
三
論
集
に
は
古
典
的
評
価
を

得
た
諸
論
考
か
ら
近
年
の
新
し
い
提
書
ま
で
が
集
成
さ
れ
て
お
り
、
先
に
紹

介
し
た
諸
論
文
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
高
橋
一
樹
の
仕
事
が

唖
申
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
駈
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
。
そ
れ
は
近
年
の
荘
園
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
高
橋
の
論
集
ら
し
く
、
通

説
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
新
し
い
提
言
に
満
ち
て
い
る
。

　
本
稿
は
こ
の
二
冊
が
提
示
す
る
多
様
な
論
点
の
う
ち
、
荘
園
史
に
対
し
て

新
し
く
提
起
さ
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
主
と
し
て
取
り
上
げ
た
論
考
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
工
藤
　
序
　
章
　
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造

　
　
　
　
第
九
章
　
日
本
前
近
代
の
土
地
表
示

　
高
橋
　
第
一
章
　
知
行
国
支
配
と
中
世
荘
園
の
立
荘

　
　
　
　
第
二
章
　
王
家
領
荘
園
の
立
者

　
　
　
　
第
四
章
　
中
世
荘
園
制
の
形
成

　
　
　
　
第
五
章
　
中
世
荘
園
の
荘
務
請
負
と
在
京
沙
汰
人

　
　
　
　
第
六
章
　
鎌
倉
後
期
～
南
北
朝
期
に
お
け
る
本
家
職
の
創
出

　
　
　
　
第
七
章
　
重
層
的
領
有
体
系
の
成
立
と
鎌
倉
幕
府

　
ま
た
通
説
を
示
す
論
考
と
し
て
は
、
工
藤
の
第
一
章
「
荘
園
網
の
展

開
」
・
第
二
章
「
荘
園
制
的
土
地
所
有
と
農
民
支
配
」
を
網
野
「
荘
園
公
領

制
の
形
成
と
構
造
」
と
と
も
に
参
照
し
た
。
特
に
「
荘
園
制
の
展
開
」
は
派

手
さ
は
な
い
が
、
荘
園
制
の
展
開
を
中
世
を
通
じ
て
描
い
た
、
す
ぐ
れ
た
概

説
・
概
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
荘
園
制
の
展
開
の
全
貌
を
扱
っ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
｝
九
七
〇
年
代
ま
で
の
荘
園
研
究
全
盛
期
の
到
達
点
を
誠
実
に
総
括

し
た
著
作
で
あ
る
。

一
　
複
合
的
荘
域
構
成
と
国
務
講
負

　
荘
園
に
は
加
納
・
余
田
等
と
呼
ば
れ
公
田
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
加
納
等
は
官
物
を
国
国
に
納
め
雑
役
を
荘
園
領
主
に
勤
め
る
半
不

輸
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
高
橋
一
樹
は
中
世
荘
園
に
お
け
る
加
納
等
の
存
在

に
注
図
し
、
荘
園
の
基
本
が
国
領
・
他
領
を
含
み
込
ん
だ
複
合
的
荘
域
構
成

に
あ
る
と
論
じ
る
（
門
王
家
領
荘
園
の
立
荘
」
）
。
そ
し
て
荘
園
が
加
納
公
田

の
官
物
を
国
衙
に
納
め
て
い
る
こ
と
、
国
衙
が
中
央
官
司
に
納
め
て
い
た
済
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物
を
荘
園
が
継
承
し
て
納
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
荘
園
と
国
衙
と
の
協
調

を
強
調
し
、
荘
園
に
よ
る
国
務
請
負
を
論
じ
る
（
「
中
世
荘
園
制
の
形
成
」

一
六
一
頁
）
。

　
従
来
の
研
究
に
よ
る
と
、
加
納
等
は
荘
園
の
拡
張
に
よ
り
公
田
が
取
り
込

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
荘
園
体
制
が
確
立
し
て
荘
園
・
公
領
が
分
離
す
る
と

と
も
に
特
別
な
も
の
を
除
い
て
解
消
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り

荘
園
・
国
衙
の
対
抗
、
荘
園
・
公
領
の
分
離
が
基
調
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
工

藤
敬
～
は
九
州
の
王
家
領
荘
園
に
見
ら
れ
る
一
郡
規
模
の
大
荘
園
を
郡
名
荘

と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
半
不
嫁
で
あ
り
、
他
領
を
含
み
込
ん
で
お
り
、
郡
の

機
能
を
継
承
し
て
半
ば
国
衙
領
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
郡
名
誉
は

ま
さ
し
く
複
合
的
荘
域
構
成
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
工
藤
は
荘
園
・
公

領
が
分
離
し
て
荘
園
体
制
が
確
立
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な
形
態
と
し
て
位
置

付
け
、
ま
た
九
州
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
た
（
『
荘
園
公
領
制
の
成

立
と
内
乱
』
）
。

　
高
橋
は
工
藤
の
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
、
郡
名
山
の
よ
う
な
荘
園
が
九

州
に
限
ら
な
い
こ
と
を
聴
す
と
と
も
に
、
一
円
不
輸
と
い
う
流
布
し
た
荘
園

像
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
荘
園
・
公
領
の
分
離
で
は
な
く
重
層
を
、
荘
園
・

国
衙
の
対
立
で
は
な
く
協
調
を
、
荘
園
の
地
域
性
で
は
な
く
普
遍
性
を
論
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
説
を
鋭
く
批
判
し
た
。
「
対
立
と
強
調
の
両
面
か
ら

あ
わ
せ
み
る
」
（
二
一
頁
。
傍
点
は
高
橋
）
と
あ
る
よ
う
に
高
橋
の
目
配
り

は
幅
広
い
が
、
論
旨
の
主
眼
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
高
橋
と
通
説
と
の
分
破
点
は
複
合
的
軽
種
構
成
の
定
式
化
に
あ
る
。
通
説

が
例
外
と
し
た
加
納
を
荘
園
の
構
成
要
素
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
通
説
が
配
慮
し
て
き
た
荘
園
の
多
様
性
・
地
域
性
や
荘

園
の
類
型
論
と
の
関
係
を
、
も
う
少
し
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま

た
「
中
世
荘
園
は
本
免
田
の
ほ
か
に
公
領
の
郷
・
保
な
ど
を
勉
摂
し
複
合
的

な
荘
域
構
成
を
も
つ
」
と
し
て
（
四
頁
）
検
討
対
象
を
複
合
高
溶
域
構
成
を

と
る
も
の
に
限
定
し
た
こ
と
は
、
同
義
反
復
の
立
論
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

い
こ
と
を
危
惧
す
る
。
複
合
的
荘
域
構
成
は
、
さ
ら
に
洗
練
す
る
余
地
が
残

っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
荘
園
研
究
に
新
し
い
視
角
と
論
点
を
提
示
し
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
高
橋
が
荘
園
と
国
衙
の
協
調
関
係
を
導
き
出
し
た
根
底
に

は
、
複
合
的
荘
域
構
成
よ
り
も
重
要
な
方
法
的
特
徴
が
あ
る
。

　
第
一
。
高
橋
は
立
論
の
基
礎
を
院
政
期
に
お
け
る
王
家
領
の
立
荘
に
限
定

す
る
。
通
説
は
、
一
一
二
一
一
世
紀
に
お
け
る
寺
領
荘
園
の
拡
張
と
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
国
司
の
荘
園
整
理
な
ど
に
よ
っ
て
、
荘
園
制
が
成
立
す
る
過
程

を
分
析
し
て
き
た
。
い
わ
ば
通
説
が
荘
園
の
古
代
か
ら
中
世
へ
の
推
移
を
時

系
列
的
に
検
討
し
た
の
に
対
し
、
高
橋
は
立
荘
の
瞬
間
に
注
目
し
通
説
と
対

照
的
な
理
解
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

　
考
察
対
象
の
限
定
は
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
が
、
通
説
を
批
判
し
て
荘
園
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制
の
特
質
を
論
じ
る
と
い
う
目
的
に
対
し
、
限
定
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
そ
の
た
め
に
、
寺
領
を
中
心
と
し
た
研
究
成
果
と
＝
世
紀
以
前
の
荘

園
史
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
一
世
紀
以
前
の
荘
園
史
を
捨
象

す
る
こ
と
は
、
中
世
荘
園
を
知
行
国
制
か
ら
導
く
論
点
（
後
述
）
と
呼
応
し

て
い
る
。
し
か
し
中
世
荘
園
に
と
っ
て
一
一
世
紀
ま
で
の
荘
園
は
無
関
係
な

の
だ
ろ
う
か
。
王
家
領
に
限
っ
て
も
、
古
く
か
ら
続
く
荘
園
の
存
在
を
考
慮

す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
王
家
領
以
外
に
は
摂
関
家
領
・
寺
領
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
お
り
（
「
補
論
　
十
二
世
紀
に
お
け
る
摂
関
家
領
荘
園
の
立

荘
と
存
在
形
態
扁
・
「
第
三
章
　
寺
領
荘
園
の
立
荘
司
）
、
既
発
表
論
文
に
は
一

一
世
紀
の
検
討
な
ど
も
加
筆
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
一
五
ニ
工
五
四
頁
）
。

し
か
し
摂
関
家
領
・
寺
領
に
つ
い
て
も
王
家
領
と
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
、

院
政
期
の
立
荘
と
い
う
枠
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
立
撃
以
後
の
変
容
も
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
王
家
領
荘
園
は
有

力
で
あ
り
、
寺
領
荘
園
に
比
し
て
安
定
性
も
高
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
立
荘

は
暫
定
的
に
せ
よ
荘
園
と
国
司
の
合
意
の
も
と
に
実
現
す
る
。
王
家
領
の
立

荘
に
注
呂
す
れ
ば
必
然
的
に
両
者
の
調
和
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
荘
園
は

全
て
が
王
家
領
の
よ
う
に
有
力
で
安
定
的
で
は
な
い
。
ま
た
王
家
領
に
し
て

も
、
立
荘
が
相
論
を
惹
起
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
三
塁
の
後
に
大
き
な
変
化

が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
高
橋
は
立
屋
後
の
変
動
を
合
意
が
破
綻
す
る
特
殊

な
場
合
と
見
な
す
が
、
立
昔
時
に
調
整
さ
れ
た
秩
序
が
固
定
さ
れ
る
の
が
通

例
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
判
断
の
前
に
王
家
領
の
動
態
を
も
う
少
し
検
討
す

べ
き
だ
と
思
う
。
立
番
の
一
瞬
に
は
土
地
の
帰
属
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
対
抗

が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
動
的
・
緊
張
関
係
を
持
っ
た
秩
序
の
形
成

が
始
ま
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
検
討
対
象
の
限
定
に
よ
っ
て
通
説
と
の
相
違
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
限
定
を
取
り
払
え
ば
、
通
説
と
の
距
離
は
小
さ
い
と
思
う
。
通
説
が
加
納

を
寺
領
荘
園
の
拡
張
と
し
て
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
複
合
単
管
域
構
成
と
し

て
位
置
付
け
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
高
橋
は
加
納
公
田
が
不
輸

と
さ
れ
新
荘
が
成
立
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
加
納
を
め
ぐ
る
荘
園
と
国

衙
の
抗
争
も
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
事
実
認
識
が
通
説
と
大
き
く
乖
離
す
る
よ

う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
さ
ら
に
加
納
の
具
体
例
を
王
家
領
以
外
に
求
め
る
な

ら
ば
、
文
治
五
年
（
＝
八
九
）
春
日
社
領
摂
津
国
垂
水
西
牧
榎
坂
郷
の
加

納
田
畠
検
注
取
帳
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
七
六
・
三
七
七
）
が
あ
る
。
周
知
の

こ
の
史
料
を
加
納
の
例
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
と
は
異
な

っ
た
事
柄
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
通
説
に
お
け
る
荘
園
・
国
衙
の
対
立
、
荘
園
・
公
領
の
分
離
と
は
荘
園
制

に
内
在
す
る
運
動
を
含
ん
だ
理
念
型
で
あ
り
、
荘
園
の
実
態
が
個
々
に
多
様

で
あ
る
こ
と
は
配
慮
さ
れ
て
い
た
。
立
荘
時
の
実
態
に
よ
っ
て
荘
園
制
に
内

包
さ
れ
る
動
態
を
批
判
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。
少
な
く
と
も
王

家
領
か
ら
導
か
れ
る
モ
デ
ル
が
通
説
を
代
替
す
る
の
か
ど
う
か
、
実
態
分
析
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と
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
。
高
橋
は
国
衙
・
荘
園
の
協
調
関
係
や
荘
園
に
よ
る
国
務
請
負
を
論

じ
る
に
あ
た
り
、
荘
園
に
よ
る
官
物
・
済
物
の
納
入
を
主
た
る
根
拠
と
し
て

い
る
。
官
物
の
収
取
・
配
分
に
注
目
す
る
こ
と
が
高
橋
の
特
徴
で
あ
る
。
荘

園
は
中
世
の
地
域
性
豊
か
な
社
会
を
中
央
か
ら
～
律
に
認
識
し
把
握
す
る
た

め
の
枠
組
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
高
橋
が
中
央
か
ら
の
収
取
に
着
眼
し

て
斉
｝
性
を
論
じ
る
こ
と
は
正
し
い
。

　
し
か
し
官
物
・
済
物
の
負
担
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
荘
園
に
つ
い
て

考
え
る
べ
き
要
素
は
他
に
も
多
々
あ
る
。
例
え
ば
高
橋
は
備
前
国
豊
原
荘
の

預
所
が
加
納
公
田
を
東
大
寺
に
寄
進
し
、
後
に
知
行
国
主
が
免
除
し
た
事
例

を
紹
介
し
て
い
る
が
（
八
六
・
八
七
頁
）
、
預
所
が
加
納
を
寄
進
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
下
地
応
長
権
は
荘
園
領
主
に
帰
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

～
般
に
、
加
納
公
田
は
官
物
を
国
司
側
に
納
め
る
と
し
て
も
、
雑
役
は
荘
園

領
主
に
勤
め
る
。
さ
ら
に
国
衙
使
が
加
納
公
田
の
収
納
の
た
め
荘
園
に
入
部

す
る
こ
と
を
荘
官
等
が
「
百
姓
安
堵
せ
ず
」
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
（
八
八

頁
）
、
住
人
は
荘
園
側
に
帰
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
確
か
に
立
看
の
時
に
荘
園
と
国
衙
の
間
で
官
物
・
済
物
の
納
入
に
つ
い
て

合
意
が
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
加
納
に
か
か
わ
る
下
地
の
進
止
、
雑

役
の
収
取
、
住
人
の
帰
属
が
荘
園
の
側
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
官
物
・

幣
物
の
納
入
は
荘
園
に
よ
る
請
負
い
で
は
な
く
、
公
田
の
領
有
に
付
帯
す
る

義
務
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
複
合
的
荘
域
構
成
は
、
荘
園
の
規

摸
が
異
な
る
も
の
の
＝
世
紀
の
官
省
符
荘
や
、
荘
園
整
理
令
に
見
ら
れ
る

「
国
務
に
妨
げ
な
き
荘
園
」
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
中
通
の
荘

園
に
官
物
・
臓
物
を
納
入
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
一
円
不
輸
と
い
う
流

布
し
た
荘
園
像
を
修
正
す
る
斬
新
さ
が
あ
る
。
た
だ
し
一
円
不
輸
も
～
種
の

理
念
型
で
あ
り
、
古
代
の
荘
園
と
対
比
し
て
中
世
荘
園
の
特
質
を
説
明
す
る

も
の
で
あ
る
。
中
世
荘
園
の
特
質
を
考
え
る
に
は
古
代
と
の
比
較
が
必
須
だ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
高
橋
が
複
合
的
荘
域
構
成
を
提
起
し
た
目
的
の
一
つ
は
、
小

山
靖
憲
の
領
域
型
荘
園
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
領
域
型
荘
園
は
荘
園

に
お
け
る
百
姓
支
配
を
説
明
す
る
た
め
の
学
説
で
あ
り
、
今
で
も
通
説
の
地

位
を
保
っ
て
い
る
（
小
山
「
荘
園
制
的
領
域
支
配
を
め
ぐ
る
権
力
と
村
落
」

『
申
世
村
落
と
荘
園
絵
図
駈
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
。
発
表
は

｝
九
七
四
年
）
。
高
橋
は
「
中
世
荘
園
の
形
成
と
「
加
納
」
」
に
お
い
て
領
域

型
荘
園
を
一
円
不
輸
の
荘
園
と
理
解
し
、
加
納
公
田
の
存
在
を
根
拠
に
小
山

の
学
説
を
批
判
し
た
。
し
か
し
領
域
型
荘
園
は
一
円
不
輸
を
要
件
と
し
て
い

な
い
た
め
、
こ
の
論
文
を
も
と
に
し
た
「
王
家
領
荘
園
の
立
荘
」
で
は
領
域

型
荘
園
に
関
す
る
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
は
官
物
（
年
貢
）
の
収

取
を
基
軸
に
立
論
し
て
い
る
た
め
領
域
型
荘
園
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
と

判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
複
合
的
荘
域
構
成
の
研
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究
史
上
の
の
位
置
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
。

　
複
合
的
領
域
構
成
は
荘
園
の
収
取
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
従
来
の
研
究

と
く
に
公
田
体
制
論
に
無
理
な
く
接
合
で
き
る
と
と
も
に
、
領
域
型
荘
園
を

収
取
面
か
ら
補
完
す
る
よ
う
に
思
う
。
今
必
要
な
こ
と
は
、
高
橋
の
提
言
を

う
け
と
め
て
中
世
荘
園
の
多
様
な
実
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
据
え
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
う
と
、
協
調
と
対
抗
、
重
層
と
分
離
、
請
負
と
割
譲
な

ど
を
議
論
す
る
の
は
碩
末
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
社
会
の
動
向
を

見
極
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
微
細
な
運
動
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
荘
園
制
さ
ら
に
は
中
世
の
時
代
像
の
描
き
方
を
変
え
て
い
く
は
ず
で

あ
る
。

二
　
知
行
国
制
と
荘
園

　
中
世
荘
園
の
成
立
を
荘
園
と
国
司
・
国
衙
の
対
抗
関
係
の
な
か
で
理
解
す

る
こ
と
が
通
説
の
基
調
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
高
橋
は
、
中
世
荘
園
の
前
提

に
知
行
国
制
に
お
け
る
国
領
の
貴
族
的
領
有
を
置
き
、
知
行
国
制
の
な
か
か

ら
中
世
荘
園
が
生
み
出
さ
れ
る
と
論
じ
る
（
「
知
行
国
支
配
と
申
世
荘
園
の

立
荘
」
）
。
国
領
の
貴
族
的
領
有
と
は
知
行
国
制
に
お
い
て
中
央
貴
族
が
国
領

を
給
与
さ
れ
て
知
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
が
国
衙
の
関
与

し
な
い
別
納
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
中
央
貴
族
が
「
国
務
の
一
定
部
分

を
請
け
負
い
、
収
益
を
得
る
シ
ス
テ
ム
」
と
論
じ
る
（
一
六
〇
頁
）
。

　
高
橋
が
知
行
国
に
お
け
る
収
取
を
一
般
論
と
し
て
示
し
た
こ
と
は
貴
重
な

成
果
で
あ
る
。
高
橋
は
旧
稿
で
国
司
の
進
館
下
に
あ
る
土
地
を
「
国
領
扁
と

表
現
し
て
い
た
が
、
著
書
で
は
「
国
衙
領
扁
と
「
公
領
」
に
書
き
分
け
て
い

る
（
例
え
ば
一
五
九
・
～
六
〇
買
）
。
「
團
管
領
」
は
現
地
の
国
衙
に
直
結
す

る
部
分
で
あ
り
、
「
公
領
」
は
知
行
国
主
の
進
止
す
る
部
分
で
あ
る
（
　
四

頁
）
。
こ
れ
は
高
橋
の
認
識
の
深
化
を
示
し
て
お
り
、
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
個
別
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
多
く
、
実
態
分
析
を

さ
ら
に
深
め
る
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
和
泉
・
讃
岐
が
例
示
さ
れ
る
が
、
都

に
近
い
和
泉
と
離
れ
た
讃
岐
と
で
は
知
行
の
形
態
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
和
泉
国
大
鳥
郷
で
は
京
か
ら
検
田
・
収
納
の
使
者
が
派
遣
さ

れ
て
お
り
、
知
行
者
が
積
極
的
に
郷
を
支
配
し
て
い
る
。
一
方
、
讃
岐
国
弘

田
郷
を
知
行
す
る
藤
原
定
家
は
郷
公
文
に
請
け
負
わ
せ
る
よ
う
に
知
行
国
主

か
ら
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
検
注
を
免
除
す
る
よ
う
に
知
行
国
主
に
働
き
か
け

て
い
る
。
郷
公
文
か
ら
官
物
を
受
け
取
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
知
行
国
に

お
け
る
給
与
・
収
取
は
、
支
配
の
実
態
も
含
め
、
今
後
の
研
究
課
題
だ
ろ
う
。

　
高
橋
は
貴
族
に
よ
る
国
務
講
負
を
中
蓋
荘
園
と
同
じ
く
官
物
の
収
納
か
ら

論
じ
、
公
領
の
別
納
に
注
置
す
る
。
確
か
に
国
衙
を
介
さ
ず
に
中
央
が
地
方

か
ら
収
取
す
る
と
い
う
点
で
は
、
公
領
の
別
納
と
荘
園
の
加
納
は
類
似
し
て

い
る
。
し
か
し
公
領
を
別
納
と
し
て
給
与
さ
れ
た
貴
族
は
宮
物
を
徴
収
す
る

立
場
に
あ
り
、
国
領
の
知
行
は
知
行
国
主
が
一
時
的
に
与
え
た
得
分
で
し
か

107 （497）



な
い
。
～
方
、
荘
園
は
立
券
を
経
て
確
立
し
た
所
領
で
あ
り
、
加
納
公
田
の

官
物
を
弁
済
す
る
立
場
に
あ
る
。
知
行
国
が
固
定
化
す
る
と
と
も
に
公
領
の

給
与
が
長
期
に
及
ぶ
と
し
て
も
、
そ
の
違
い
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

勧
農
権
が
留
守
所
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
よ
う
に
（
四
四
頁
）
、

別
納
で
あ
っ
て
も
中
央
貴
族
に
は
国
衙
の
支
援
が
必
要
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
中
央
貴
族
が
給
与
さ
れ
た
公
領
（
保
・

名
）
を
別
納
と
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
荒
野
を
開
発
し
て
給
免
田
を
設
け
る

例
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
四
四
～
四
九
頁
）
。
そ
の
論
調
は
典
型
的
な

開
発
領
主
の
成
立
論
で
あ
る
。
高
橋
は
給
免
田
が
寄
進
さ
れ
て
大
規
模
荘
園

の
立
荘
に
至
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思

う
。
寄
進
か
ら
立
荘
へ
と
い
う
通
説
を
批
判
す
る
高
橋
の
意
図
と
は
異
な
る

が
、
国
領
の
貴
族
的
領
有
と
中
世
荘
園
の
立
荘
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
所

領
形
成
を
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
央
貴
族
が
開
発
領
主
と
な
っ
て
所

領
を
寄
進
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
高
橋
が
申
世
荘
園
の
原
型
を
知
行
国
に
求
め
る
論
拠
の
～
つ

は
、
中
世
荘
幽
の
形
成
が
一
二
世
紀
中
頃
に
本
格
化
す
る
こ
と
、
そ
の
一
方

で
知
行
国
主
に
よ
る
諸
郷
の
給
与
が
＝
世
紀
末
期
に
遡
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
中
世
荘
園
の
立
荘
は
一
一
世
紀
末
期
に
始
ま
っ
て
お
り
、
論
拠
に
は

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
一
一
世
紀
の
荘
園
が
考
察
対
象
か
ら
除
外
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
申
言
荘
園
の
諸
特
権
や
支
配
の
特
質
が
＝

世
紀
を
通
じ
て
醸
成
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
院
政
期
に
お
け
る
知
行
国
制
の
展
開
は
、
受
領
の
家
格
が
上
昇

す
る
こ
と
や
、
一
一
世
紀
に
お
け
る
受
領
の
在
京
化
と
い
う
現
象
を
背
景
に

も
っ
て
い
る
。
受
領
が
在
京
し
国
務
が
知
行
国
主
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
受
領
が
子
弟
郎
党
に
給
与
し
た
給
田
・
免
田
・
国
内
所
由
は
、
知
行

国
主
が
近
親
者
を
補
任
し
給
与
す
る
権
益
と
な
っ
た
。
～
方
、
国
務
は
現
地

を
離
れ
て
貴
族
社
会
の
利
害
関
係
に
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
知
行
国

主
が
群
群
を
主
導
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
国
領
の
貴
族
的
領
有
も
立
脇
荘
園

の
聴
講
も
、
院
政
期
に
同
時
並
行
的
に
発
生
し
た
現
象
で
あ
る
と
考
え
る
の

が
穏
当
だ
ろ
う
。

三
　
荘
園
の
領
有
体
系

　
永
原
慶
二
が
論
じ
た
「
職
の
体
系
」
は
寄
進
と
補
任
に
よ
っ
て
成
立
す
る

重
層
的
領
有
体
系
で
あ
る
（
例
え
ば
咽
日
本
中
世
の
社
会
と
国
家
　
増
補
改

訂
版
臨
、
青
木
書
店
、
一
九
九
～
年
）
。
所
領
寄
進
と
い
う
下
か
ら
の
運
動
を

上
が
受
け
止
め
て
寄
進
者
を
職
に
補
任
す
る
と
い
う
循
環
構
造
を
持
っ
て
い

た
。
し
か
し
寄
進
地
系
荘
園
の
基
本
的
な
論
証
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、

早
い
段
階
で
石
井
進
が
明
ら
か
に
し
て
い
た
（
石
井
「
荘
園
寄
進
文
書
の
史

料
批
判
を
め
ぐ
っ
て
下
馴
中
世
史
を
考
え
る
』
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
。

発
表
は
一
九
七
〇
年
）
。
そ
れ
を
う
け
て
川
端
新
・
高
橋
一
樹
は
「
職
の
体
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荘園制の二冊をめぐって（佐藤）

系
」
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
。
川
端
は
立
荘
時
に
お
け
る
荘
園
の
知
行
が

「
本
家
－
預
所
職
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
（
「
荘
園
上
職
の
成
立
と
展
開
」

『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
』
）
。
高
橋
は
「
本
家
職
」
が
鎌
倉
後
期
に
成
立
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
鎌
倉
後
期
に
な
っ
て
「
本
家
職
－
領
家
職
」
と
い

う
得
分
の
配
分
が
成
立
す
る
と
論
じ
る
（
「
鎌
倉
後
期
～
南
北
朝
期
に
お
け

る
本
家
職
の
創
出
」
）
。
上
の
主
導
に
よ
っ
て
荘
園
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
で
職

を
与
え
ら
れ
た
者
が
荘
務
を
担
当
す
る
。
「
職
の
体
系
」
批
判
は
所
領
寄
進

を
重
視
し
な
い
こ
と
の
必
然
的
な
帰
結
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
川
端
・
高
橋

の
批
判
に
よ
っ
て
、
永
原
の
論
じ
る
よ
う
な
門
職
の
体
系
」
は
過
去
の
も
の

に
な
っ
た
。

　
し
か
し
批
判
さ
れ
た
の
は
重
層
的
領
有
体
系
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ

が
職
と
い
う
呼
称
を
も
っ
て
立
荘
時
に
成
立
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
例
え

ば
西
谷
正
浩
は
石
井
の
批
判
を
継
承
し
な
が
ら
も
「
職
の
体
系
」
を
重
層
的

領
有
体
系
を
示
す
概
念
と
し
て
用
い
、
「
本
所
－
預
所
」
が
連
鎖
す
る
関
係

で
理
解
し
て
い
る
（
西
谷
「
「
鹿
子
木
荘
事
書
」
成
立
の
背
景
扁
『
熊
本
史

学
撫
六
八
・
六
九
、
一
九
九
二
年
。
画
谷
門
鎌
倉
期
に
お
け
る
貴
族
の
家
と

荘
園
」
魍
日
本
史
研
究
』
四
一
一
八
、
一
九
九
八
年
）
。
ま
た
「
職
」
と
表
現
さ

れ
な
く
と
も
「
本
家
－
領
家
」
な
ど
の
重
層
関
係
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
東

南
院
領
の
伊
賀
国
簗
瀬
村
は
門
本
家
・
領
家
爾
方
の
課
役
」
を
勤
め
て
い
る

が
（
㎎
平
安
遺
文
』
四
〇
〇
〇
）
、
所
当
官
物
の
徴
収
権
を
持
っ
た
東
大
寺
が

本
家
、
土
地
所
有
権
を
持
っ
た
東
南
院
が
領
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、

立
荘
時
の
「
本
家
一
預
所
職
」
と
い
う
単
純
な
領
有
構
造
が
＝
二
世
紀
に
複

雑
化
す
る
過
程
は
、
本
家
職
の
成
立
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。

荘
園
の
領
有
構
造
と
い
う
基
本
的
な
事
柄
が
、
改
め
て
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
だ
と
思
う
。

　
本
家
や
本
家
職
に
限
っ
て
も
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
例
え
ば
本
家
が
消

滅
す
る
こ
と
も
あ
る
。
高
橋
が
挙
げ
た
備
前
国
長
田
荘
（
二
〇
｝
・
二
一
七

頁
）
の
事
例
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
良
い
か
と
思
う
。
式
乾
門
院
は

本
家
の
地
位
を
放
位
し
て
菩
提
料
所
と
し
て
長
滝
荘
を
平
邦
繁
に
譲
っ
た
。

邦
繁
の
地
位
は
領
主
職
と
呼
ば
れ
、
邦
繁
・
繁
高
と
伝
領
さ
れ
た
。
し
か
し

式
乾
門
院
の
所
領
群
が
室
町
院
・
亀
山
院
へ
と
伝
領
さ
れ
る
な
か
由
緒
が
忘

れ
ら
れ
（
も
し
く
は
考
慮
さ
れ
ず
）
、
長
田
荘
は
室
町
院
遺
領
に
含
め
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
繁
藤
の
子
繁
成
は
亀
山
院
に
召
し
放
さ
れ
、
公
武
に
提
訴
し

た
が
還
補
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
後
宇
多
院
が
長
田
荘
を
大
覚
寺
大
金

剛
腹
に
寄
せ
置
い
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
繁
成
は
本
家
職
を
大
金
剛
毛
に

寄
進
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
領
家
職
と
し
て
荘
務
に
復
帰
す
る
こ
と
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
層
的
知
行
体
系
を
解
消
す
る
試
み
が
存
在
し

た
こ
と
、
そ
れ
が
容
易
に
実
現
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
＝
二
世
紀
の

荘
園
知
行
の
動
向
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

　
ま
た
高
橋
が
論
じ
る
よ
う
に
、
本
所
と
本
家
の
関
係
が
嫡
流
と
庶
流
の
問
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で
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
「
鎌
倉
後
期
～
南
北
朝
期
に
お
け
る
本
家
職
の

創
出
」
）
。
高
橋
は
九
条
家
領
を
検
討
し
、
本
所
が
九
条
家
の
家
督
で
あ
り
、

そ
の
も
と
で
一
族
が
本
家
と
な
る
と
論
じ
る
（
「
重
層
的
領
有
体
系
の
成
立

と
鎌
倉
幕
府
」
）
。
た
だ
し
光
明
峯
寺
領
に
み
え
る
「
本
所
」
と
「
本
家
」
が

別
の
人
物
を
指
す
と
解
釈
す
る
が
（
二
三
四
頁
）
、
両
者
が
同
じ
で
あ
る
と

い
う
読
み
も
成
り
立
つ
。
嫡
流
が
庶
流
を
も
包
摂
す
る
関
係
を
本
所
と
本
家

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
も
の
の
、
九
条
家
領
に
お
け
る
論
証

は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
さ
て
荘
園
関
係
の
職
は
下
司
職
・
預
所
職
に
始
ま
り
、
領
家
職
が
加
わ
り
、

本
家
職
に
ま
で
及
ぶ
が
、
本
所
だ
け
は
職
と
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
本
所
に

は
荘
園
の
根
本
的
な
領
有
主
体
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
＝
皇
紀
に
お
い
て

基
本
的
に
本
所
は
本
家
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
後
期
の
本

家
職
の
成
立
は
本
所
と
本
家
が
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
所
で
あ
る
家
督

を
中
心
と
し
て
、
一
門
の
所
領
が
ゆ
る
や
か
に
編
成
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に

本
家
職
が
成
立
す
る
。
こ
こ
に
室
町
期
の
本
所
領
に
接
続
す
る
動
向
を
認
め

て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
本
家
職
の
成
立
を
論
じ
た
後
、
高

橋
は
荘
園
と
幕
府
の
関
係
を
解
明
す
る
方
向
に
向
か
う
。
高
橋
に
は
本
所
領

と
い
う
枠
組
み
の
成
立
を
論
じ
て
、
工
藤
「
荘
園
制
の
展
開
」
や
金
井
静
香

噌
中
世
公
家
領
の
研
究
駈
（
思
文
型
出
版
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
に
接
続
す

る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
家
職
と
と
も
に
高
橋
の
優
れ
た
着
眼
は
、
在
京
沙
汰
人
の
指
摘
に
も
表

れ
て
い
る
。
荘
園
を
経
営
す
る
た
め
に
領
家
・
預
所
と
は
別
に
雑
掌
・
定
則

な
ど
実
務
担
当
者
が
置
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
は
こ
の
よ
う

な
入
々
を
在
京
沙
汰
人
と
名
付
け
て
分
析
し
た
（
「
申
世
荘
園
の
荘
務
請
負

と
在
京
沙
汰
人
」
）
。
在
京
沙
汰
人
と
い
う
範
疇
の
提
承
に
よ
っ
て
、
様
々
な

華
墨
の
執
行
者
を
簡
明
に
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。

　
た
だ
し
「
沙
汰
人
」
が
厳
密
な
定
義
に
は
な
じ
ま
な
い
言
葉
で
あ
り
、
史

料
の
中
で
も
多
様
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
だ
と
思
う
。
高
橋

が
挙
げ
た
『
浅
聞
記
隔
保
元
光
年
七
月
二
三
日
条
は
荘
園
の
奉
行
入
つ
ま
り

預
所
が
沙
汰
人
と
も
呼
ば
れ
た
事
例
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
～

七
九
頁
）
。
ま
た
高
橋
は
沙
汰
人
が
荘
務
執
行
を
請
け
負
っ
て
い
る
と
理
解

し
、
代
官
請
負
と
同
じ
構
造
が
荘
園
制
成
立
期
か
ら
存
在
し
た
と
論
じ
る

（
い
八
九
頁
）
。
し
か
し
沙
汰
入
と
請
負
代
官
の
異
同
は
荘
園
の
領
有
体
系

の
変
容
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
高
橋
は
「
職
の
体
系
」
が
在
京
沙
汰
人
等
の
存
在
を
組
み
込
ん
で
い

な
い
た
め
荘
園
の
分
析
概
念
と
し
て
不
適
当
だ
と
批
判
す
る
。
し
か
し
職
の

体
系
は
基
幹
的
な
領
有
構
造
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
沙
汰
人
等
の

存
在
は
「
職
の
体
系
」
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
西
谷
と
高
橋
は
「
職
の
体

系
」
を
支
持
す
る
か
否
か
で
対
極
に
あ
る
が
、
と
も
に
醍
醐
寺
領
榎
富
荘
の

重
層
的
な
請
負
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
な
ど
、
実
態
認
識
に
は
共
通
性
が
あ

110 （500）



荘園制の二冊をめぐって（佐藤）

る
（
高
橋
一
八
五
頁
。
西
谷
「
荘
園
所
職
の
性
格
と
そ
の
変
容
」
『
鎌
倉
遺

文
研
究
撫
九
、
二
〇
〇
四
年
）
。
高
橋
は
「
職
の
体
系
」
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ

て
い
る
。
「
職
の
体
系
」
と
呼
ぶ
か
否
か
は
別
に
、
荘
園
の
領
有
体
系
と
荘

園
経
営
の
仕
組
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
、
所
有
と
経
営
に
関
す
る
詰

め
た
議
論
が
必
要
だ
と
思
う
。

四
　
荘
園
と
幕
府

　
幕
府
と
荘
園
領
主
権
と
の
関
係
は
、
平
家
没
官
領
の
な
か
の
池
大
単
価
面
家

領
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
た
（
岡
野
友
彦
『
中
世
久
我
家
と
久
我
家
領
荘
園
』

続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
二
年
）
。
ま
た
承
久
の
乱
の
あ
と
で
幕
府
が

王
家
領
を
没
収
し
返
付
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
が
貴
族
層
の
荘
園

に
口
入
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
個
別
的
に
は
知
ら
れ
て
お
り
、
近
年
で
は

伴
瀬
明
美
が
承
久
没
収
地
の
重
要
性
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
伴

瀬
「
鎌
倉
時
代
の
女
院
領
に
関
す
る
新
史
料
」
『
史
学
雑
誌
』
｝
〇
九
－
一
、

二
〇
〇
〇
年
）
。
こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
前
提
と
し
て
高
橋
一
樹
は
、
承
久

没
収
地
と
幕
府
と
の
関
係
を
一
般
的
に
論
じ
た
（
「
重
層
的
領
有
体
系
の
成

立
と
鎌
倉
幕
府
」
）
。
貴
族
社
会
に
お
い
て
承
久
没
収
地
で
あ
る
こ
と
が
幕
府

に
ロ
入
を
求
め
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
高
橋
の
仕
事
に
よ
っ
て
極

め
て
明
瞭
に
な
っ
た
。
ま
た
高
橋
は
幕
府
に
よ
る
口
入
の
具
体
例
を
主
と
し

て
安
嘉
門
院
領
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
と
の
関
連
で
亀
山
院
の
荘
園
政
策
な

ど
も
説
明
し
た
。
鎌
倉
期
に
お
け
る
王
家
領
荘
園
の
領
主
権
の
変
動
に
幕
府

と
い
う
要
因
を
組
み
込
ん
だ
こ
と
は
、
今
後
の
荘
園
研
究
に
お
い
て
も
重
要

な
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
高
橋
は
さ
ら
に
、
幕
府
の
口
入
が
、
鎌
倉
後
期
の
朝
廷
政
治
に
お
け
る
徳

政
の
推
進
と
と
も
に
、
立
荘
以
来
の
荘
園
の
上
位
者
優
位
の
構
造
を
崩
し
て

い
く
こ
と
を
論
じ
る
。
市
沢
哲
・
西
谷
正
浩
が
開
拓
し
て
き
た
問
題
（
市
沢

門
鎌
倉
後
期
公
家
社
会
の
構
造
と
「
治
天
の
慰
」
」
『
日
本
史
研
究
隔
三
一
四
、

～
九
八
八
年
。
同
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構
造
と
展
開
」
隅
日
本
史
研

究
』
三
五
五
、
～
九
九
二
年
。
西
谷
「
「
鹿
子
木
荘
事
書
扁
成
立
の
背
景
」

前
掲
）
に
、
新
し
い
観
点
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
承
久
没
収
地
に
対
す
る
幕
府
の
ロ
入
は
幕
府
の
積
極
的
行
為
で
は

な
く
、
む
し
ろ
貴
族
側
が
相
論
等
を
自
己
に
有
利
に
導
く
た
め
に
承
久
没
収

地
と
い
う
由
緒
を
持
ち
出
し
て
幕
府
の
介
入
を
導
い
て
い
る
。
幕
府
の
政
策

は
ど
う
な
の
か
、
承
久
没
収
地
以
外
の
荘
園
に
お
け
る
幕
府
の
口
入
は
ど
の

よ
う
で
あ
る
の
か
な
ど
、
色
々
と
知
り
た
い
点
は
あ
る
。

　
ま
た
高
橋
は
、
幕
府
の
口
入
・
介
入
に
よ
る
上
位
者
有
位
の
崩
壊
が
本
家

職
の
成
立
な
ど
荘
園
の
領
有
体
系
の
再
編
を
も
た
ら
す
と
論
じ
て
い
る
。
し

か
し
高
橋
が
挙
げ
た
津
守
荘
・
長
田
荘
等
の
事
例
は
、
そ
れ
を
実
証
す
る
も

の
で
は
な
い
。
幕
府
の
介
入
が
荘
園
領
有
体
系
そ
の
も
の
を
再
編
す
る
契
機

に
な
っ
た
と
い
う
点
は
、
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
幕
府
が
行
使
し
た
没
官
権
は
国
家
的
権
限
で
あ
り
、
そ
れ
は
私

的
土
地
所
有
権
で
あ
る
荘
園
の
知
行
体
系
に
お
い
て
は
外
在
的
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
荘
園
の
知
行
体
系
に
と
っ
て
、
幕
府
は
朝
廷
と
な
ら
ぶ
形
で
外
在
的

に
関
与
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
貴
族
は
治
天
へ
の
提
訴
に
加
え
て
、

幕
府
と
い
う
提
訴
先
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
朝

廷
・
幕
府
の
関
係
は
、
従
来
の
よ
う
な
東
国
・
西
国
と
い
う
対
抗
的
な
枠
組

み
と
と
も
に
、
両
者
の
緊
密
な
関
連
性
を
も
論
じ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
思

う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
高
橋
の
論
は
、
荘
園
研
究
よ
り
も
む
し
ろ
朝
幕

関
係
の
な
か
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
荘
園
制
も
し
く
は
荘
園
の
領
有
体
系
と
鎌
倉
幕
府
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
地
頭
職
、
関
東
御
領
や
関
東
分
国
な
ど
の
古
典
的
な
論
点
を
欠
く

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
本
書
の
課
題
と
は
異
な

る
た
め
論
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
高
橋
が
ど
の
よ
う
な
論
を
展
開
す
る
の
か

期
待
し
た
い
。

五
　
荘
園
公
領
制
の
射
程

　
工
藤
敬
｝
と
高
橋
一
樹
は
、
論
点
を
異
に
し
て
い
る
が
、
と
も
に
荘
園
公

領
制
を
批
判
し
て
い
る
。

　
網
野
善
彦
は
、
申
世
の
土
地
制
度
は
荘
園
と
公
領
（
国
衙
領
）
の
ど
ち
ら

を
欠
い
て
も
成
り
立
た
ず
、
荘
園
・
公
領
の
双
方
に
私
的
・
国
家
的
性
格
が

貫
通
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
＝
世
紀
か
ら
太
閤
検
地
ま
で
の

土
地
制
度
を
荘
園
公
領
制
と
呼
ん
だ
。
網
野
は
荘
園
制
が
「
私
的
大
土
地
所

有
の
体
系
と
し
て
の
土
地
制
度
」
を
規
定
し
た
言
葉
で
あ
る
と
し
て
退
け
た

の
で
あ
る
。

　
高
橋
一
樹
は
「
荘
園
と
公
領
が
国
家
的
土
地
所
有
と
私
的
土
地
所
有
の
両

側
面
を
あ
わ
せ
も
ち
、
都
市
貴
族
と
在
地
領
主
の
土
地
所
有
を
有
機
的
に
組

み
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
「
荘
園
公
領
制
」
の
あ
い
ま
い
な
定
義
し
と
批
判

す
る
（
九
・
一
〇
頁
）
。
そ
し
て
荘
園
・
公
領
の
分
離
を
基
調
と
し
た
荘
園

公
領
制
を
退
け
て
、
荘
園
・
公
領
の
重
層
構
造
を
重
視
し
、
申
世
荘
園
は

「
中
世
王
権
を
担
う
王
家
や
摂
関
家
の
家
政
に
請
け
負
わ
れ
た
公
領
支
配
の

一
形
態
」
（
四
頁
）
で
．
あ
り
、
「
知
行
国
制
下
の
公
領
支
配
か
ら
特
化
」

（一

ｪ
頁
）
す
る
形
で
形
成
さ
れ
る
と
い
う
認
識
か
ら
「
中
世
荘
園
制
」
を

提
示
し
た
。

　
し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
中
世
公
領
制
と
呼
ぶ
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
実
際
、
高
橋
は
「
「
荘
園
公
領
制
」
か
ら
「
中
世
荘
園
制
」
へ
」
を

「
中
世
荘
園
制
の
形
成
」
と
改
題
し
て
著
書
に
収
め
る
に
当
た
り
加
筆
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
自
説
を
中
世
公
領
制
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を

認
め
て
予
想
さ
れ
る
批
判
に
先
手
を
打
ち
、
荘
園
の
歴
史
的
意
義
を
強
調
し

て
中
世
荘
園
制
と
い
う
呼
称
を
根
拠
付
け
る
。
し
か
し
申
世
荘
園
が
公
領
支

配
の
シ
ス
テ
ム
を
も
と
に
生
み
出
さ
れ
、
中
世
荘
園
の
特
質
が
国
務
請
負
荘
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園
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
世
荘
園
制
を
採
用
す
る
理
由
は
曖
昧
で

あ
る
。
高
橋
は
網
野
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
し
か
し
そ
の
議
論
は
荘
園
の
成

立
過
程
と
成
立
期
の
収
取
構
造
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
荘
園
公
領
制
を

補
ウ
7
5
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
工
藤
敬
　
は
「
荘
園
制
の
展
開
」
に
お
い
て
荘
園
公
領
制
か
ら
寺
社
本
所

　
円
地
・
武
家
異
体
鋼
へ
の
移
行
を
論
じ
た
が
、
荘
園
制
と
荘
園
公
領
制
を

ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
用
い
て
い
た
。
し
か
し
「
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造
」
で

は
、
荘
園
制
を
中
世
の
社
会
体
制
、
荘
園
公
領
制
を
土
地
制
度
と
し
て
区
別

す
る
。
社
会
体
制
と
し
て
の
荘
園
制
に
つ
い
て
は
永
原
慶
二
を
引
用
し

（『

痩
?
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
、
①
荘
園
が
荘
宮
・
百
姓
等
の

生
活
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
、
②
領
主
諸
階
層
の
所
領
・
財
産
の
支
配
形
態
で

あ
る
こ
と
、
③
国
家
の
権
力
構
造
と
有
機
的
関
係
に
あ
る
こ
と
の
三
つ
の
要

件
を
述
べ
る
（
一
～
頁
）
。
そ
し
て
こ
の
三
要
件
に
つ
い
て
「
「
荘
園
制
社
会

の
基
本
構
造
扁
と
い
う
本
書
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
場
合
、
第
二
の
領
主
諸
階

層
の
所
領
支
配
と
い
う
点
が
中
心
的
論
点
に
な
る
。
す
な
わ
ち
荘
園
制
社
会

を
貫
く
公
田
体
制
と
で
も
い
う
べ
き
国
家
的
枠
組
み
と
、
よ
り
具
体
的
な
所

領
支
配
の
あ
り
方
つ
ま
り
土
地
制
度
の
問
題
で
あ
る
」
（
一
一
頁
）
と
す
る
。

中
世
の
社
会
体
制
を
土
地
制
度
と
国
軍
的
枠
組
か
ら
説
明
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
工
藤
が
門
国
制
的
枠
組
み
と
し
て
の
公
田
体
制
に
対
し
、
荘
園
公

領
制
を
土
地
制
度
と
し
て
理
解
す
る
」
こ
と
は
大
石
直
正
の
見
解
（
「
荘
園

公
領
制
の
展
開
」
『
講
座
日
本
歴
史
3
騙
東
京
大
学
出
版
会
、
　
九
八
四
年
）

を
継
承
し
て
い
る
（
一
〇
頁
）
。

　
工
藤
は
永
原
・
大
石
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
中
世
の
社
会
を
記
述
す

る
た
め
の
論
理
を
組
み
立
て
直
す
。
そ
し
て
土
地
制
度
が
荘
園
公
領
制
か
ら

寺
社
本
所
」
円
地
・
武
家
領
体
制
へ
と
推
移
し
、
国
制
的
枠
組
み
（
支
配
の

枠
組
み
）
は
中
世
を
通
じ
て
公
田
体
制
で
あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
公
田
体
制
は
大
田
文
等
に
登
録
さ
れ
た
田
数
が
国
家
的
な
収
取
や
領

主
層
の
負
担
配
分
に
お
け
る
基
準
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
百
姓

か
ら
の
収
取
に
用
い
ら
れ
た
田
数
は
、
領
主
が
検
注
で
確
定
し
た
、
よ
り
現

実
に
近
い
田
数
で
あ
っ
た
。
工
藤
は
こ
の
二
種
類
の
田
数
を
国
家
的
公
田
・

領
主
的
公
田
と
す
る
（
「
日
本
前
近
代
の
土
地
表
示
」
二
九
三
頁
）
。
ま
た
工

藤
は
土
地
制
度
を
「
土
地
が
主
要
な
財
産
と
な
っ
て
い
る
段
階
に
お
け
る
支

配
の
基
礎
”
収
取
の
基
盤
の
あ
り
方
扁
と
定
義
す
る
（
二
三
頁
）
。

　
工
藤
は
支
配
の
枠
組
み
も
土
地
制
度
も
収
取
に
力
点
を
置
い
て
説
明
す
る
。

し
か
し
工
藤
が
一
九
七
五
年
に
執
筆
し
た
「
荘
園
制
の
展
開
し
で
は
、
「
都

市
が
農
村
を
支
配
す
る
荘
園
制
社
会
の
根
底
を
な
す
土
地
所
有
論
、
つ
ま
り

荘
園
制
的
所
有
の
実
態
と
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
扁
が
目
的
と
さ
れ
て
い
た

（
二
九
頁
）
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
工
藤
が
土
地
所
有
か
ら
収
取
制
度
へ

と
力
点
を
移
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
収
取
制
度
の
重
視
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
高
橋
一
樹
に
も
見
ら
れ
る
。
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荘
園
公
領
制
を
再
検
討
し
た
二
人
の
論
者
は
と
も
に
収
取
制
度
を
重
視
す
る
。

し
か
し
そ
れ
は
偏
り
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
。
土
地
制
度
と
は
本
来
、
土
地
所

有
制
度
と
収
取
制
度
を
輪
留
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
工
藤
は
土
地
制
度
の
展
開
を
「
荘
田
制
（
九
世
紀
一
）
1
荘
園
公
領
制

（
＝
世
紀
中
期
～
）
－
本
所
一
円
地
面
家
領
体
制
（
～
四
盤
紀
中
期
～
）

1
村
町
制
（
一
六
世
紀
中
期
～
）
」
と
位
置
付
け
る
。
し
か
し
土
地
所
有
に

隈
ら
れ
た
荘
田
制
と
、
共
同
体
論
で
も
あ
る
村
町
制
と
を
同
じ
範
疇
に
置
く

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
工
藤
が
示
し
た
土
地
制
度
の
時
系
列
に
は
少
し

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
土
地
制
度
の
定
義
に
問
題
が
あ
る

か
ら
だ
と
思
う
。

　
網
野
が
提
起
し
た
荘
園
公
領
制
は
、
土
地
所
有
や
収
取
制
度
の
特
質
か
ら

支
配
の
琶
組
み
の
総
体
を
解
明
す
る
こ
と
、
社
会
体
鋼
の
特
質
を
記
述
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
近
年
の
研
究
が
収
取
制
度
を
解
明
し
て
き
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
収
取
を
説
明
す
れ
ば
所
有
の
説
明
に
な
る
の
か
、

所
有
・
収
取
、
そ
し
て
統
治
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
整
序
す
る
の
が
良
い
の
か
、

考
慮
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
社
会
体
制
と
し
て
の
荘
園
制
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
荘
園
制
を
個
別
荘

園
の
総
和
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
申
世
を
通
じ
て
一
つ
の
社
会

体
制
が
存
続
し
た
の
か
否
か
、
時
代
区
分
の
妥
当
性
も
含
め
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
申
世
に
お
い
て
、
地
方
の
住
入
か
ら
都
市
の
領
主
に
い
た

る
全
階
層
に
と
っ
て
、
生
活
の
領
域
か
ら
領
有
・
統
治
に
い
た
る
ま
で
、
そ

の
基
礎
単
位
と
し
て
荘
園
や
二
郷
が
存
在
し
た
。
日
本
の
中
世
を
通
じ
て
存

続
し
、
申
世
を
特
徴
付
け
る
社
会
体
制
は
、
単
純
に
荘
園
制
と
呼
ぶ
の
が
ふ

さ
わ
し
い
と
思
う
。
社
会
体
制
と
し
て
の
荘
園
制
の
定
義
は
荘
園
が
郡
郷
と

な
ら
ぶ
統
治
の
単
位
と
し
て
あ
る
こ
と
で
良
い
。
そ
れ
は
極
め
て
大
雑
把
で

あ
る
が
、
中
世
を
通
じ
て
妥
当
す
る
定
義
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で

十
分
で
あ
る
と
思
う
。
社
会
体
制
は
「
郡
郷
制
－
荘
園
制
一
村
町
制
偏
と
継

起
す
る
と
、
単
純
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
郡
郷
制
が
国
郡
の
行
政
機
構
に
よ
る
支
配
と
不
可
分
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
荘
園
制
は
荘
園
領
主
や
知
行
国
主
の
所
有
（
も
し
く
は
知
行
・
領
有
、

支
配
・
統
治
）
と
一
体
化
し
て
い
る
。
工
藤
が
荘
園
公
領
欄
を
南
北
朝
期
ま

で
に
限
定
し
、
そ
れ
以
後
を
寺
社
本
所
一
円
地
・
武
家
領
壷
網
と
し
た
こ
と

は
、
所
有
を
め
ぐ
る
二
つ
の
対
抗
軸
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
。
鎌
倉
期
に
お

け
る
荘
園
と
公
領
、
室
町
期
に
お
け
る
武
家
領
と
本
所
領
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
お
け
る
荘
園
制
内
部
の
二
つ
の
対
抗
軸
で
あ
り
、
こ
の
対
抗
軸
は
朝

廷
と
幕
府
が
作
り
上
げ
る
政
治
体
制
の
問
題
で
も
あ
る
。

　
全
体
を
表
現
す
る
術
語
は
単
純
な
も
の
で
十
分
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
中
世

を
通
じ
て
存
続
す
る
荘
園
制
と
い
う
社
会
体
制
の
な
か
で
、
荘
園
と
公
領
の

対
抗
関
係
、
武
家
領
と
本
所
領
の
対
抗
関
係
な
ど
が
継
起
的
に
生
起
す
る
と

考
え
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
荘
園
制
が
確
認
で
き
る
期
間
が
日
本
に
お
け
る
中
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荘園制の二冊をめぐって（佐藤）

世
の
時
期
で
あ
り
、
申
世
に
お
け
る
日
本
国
の
範
囲
な
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
批
判
的
な
言
辞
を
連
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
二
冊
は
色
々
な
こ
と

を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
素
材
に
満
ち
て
い
る
。
一
一
人
の
重
厚
な
著
作
に
対
し
、

も
し
理
解
の
不
十
分
さ
が
あ
れ
ば
、
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
。
本
稿
で
は
触

れ
な
か
っ
た
が
、
領
主
制
に
お
け
る
流
通
機
能
の
掌
握
の
重
要
性
を
論
じ
た

工
藤
の
議
論
は
今
な
お
面
白
い
。
ま
た
鎌
倉
幕
府
の
文
書
保
管
制
度
に
関
す

る
高
橋
の
指
摘
は
、
幕
府
に
お
け
る
政
務
の
特
質
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か

り
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
両
氏
が
中
世
史
を
理
解
す
る
た

め
の
新
し
い
枠
組
み
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　
現
在
に
至
る
荘
園
研
究
の
出
発
点
は
中
田
薫
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関
す

る
研
究
」
（
『
法
制
史
論
集
騙
一
一
、
発
表
は
一
九
〇
六
年
）
に
あ
る
。
そ
こ
で

八
田
は
領
主
の
開
発
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
所
領
つ
ま
り
私
的
土
地
所
有

と
し
て
荘
園
を
論
じ
た
。
そ
し
て
最
も
新
し
い
高
橋
一
樹
の
場
合
、
荘
園
が

私
的
土
地
所
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
後
禦
に
退
き
、
荘
園
の
国
家
的
性
格

が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
中
田
か
ら
高
橋
に
い
た
る
一
〇
〇
年
の
間

に
荘
園
の
評
価
は
逆
転
し
た
。
し
か
し
世
界
は
両
極
の
間
に
こ
そ
広
が
っ
て

い
る
。
史
料
解
釈
や
事
実
関
係
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
位
置
付
け
る

枠
組
み
に
つ
い
て
も
、
断
案
は
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
作
業
は
こ

れ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

【
付
記
】
　
本
稿
は
工
藤
敬
一
『
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造
甑
・
高
橋
一
樹
『
中
世
荘

園
制
と
鎌
倉
幕
府
輪
の
書
評
に
か
え
て
荘
園
制
に
絞
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
高

橋
著
晋
の
書
評
と
し
て
二
〇
〇
四
年
四
月
二
七
日
に
日
本
史
研
究
会
古
代
・
中
世
史

合
同
部
会
で
報
告
し
た
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
工
藤
氏
の
著
轡
の
刊
行
か
ら
す
で
に

四
年
に
な
る
。
二
二
の
著
者
と
編
集
委
員
に
お
詫
び
し
た
い
。

　
な
お
工
藤
著
書
の
書
評
は
高
橋
典
幸
氏
が
『
日
本
史
研
究
翫
四
九
八
（
二
〇
〇

四
）
に
発
表
し
て
い
る
。
高
橋
著
書
は
、
高
橋
典
幸
氏
が
噸
歴
史
学
研
究
睡
八
○
八

（
二
〇
〇
五
年
）
に
、
工
藤
敬
一
氏
が
凹
日
本
史
研
究
』
五
一
四
（
二
〇
〇
五
年
）

に
、
前
田
徹
氏
が
『
市
大
日
本
史
撫
八
（
二
〇
〇
五
年
）
に
書
評
を
発
表
し
て
い
る
。
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